
は
じ

め

に

中
国
で
も

一
九
九
三
年
に

「農
業
法
」
を
公

布
し
た
。
日
本
で
は

一
九
六

一
年
に

「農
業
基

本
法
」
を
公
布
し
た
。
日
本
で
は
そ
の
前
年
六

〇
年
に

「国
民
所
得
倍
増
計
画
」
が
決
定
さ
れ

高
度
経
済
成
長
政
策
が

ス
タ
ー
ト
し
た
年
で
あ

っ
た
。
日
本
経
済
は
当
時
神
武

・
岩
戸
景
気
と

続
き
、
年
間
実
質
経
済
成
長
率
は

一
〇
%
を
上

回
っ
て
い
た
。
日
本
の
農
村
と
農
業
は
激
し
い

変
貌
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
変
貌
に

対
応
す
べ
く
農
政
は
路
線

・
方
針
の
設
定
を
意

図
し
て

「農
業
基
本
法
」
が
つ
く
ら
れ
た
。

中
国
も
九

一
-
九
六
年
平
均
G
N
P
成
長
率

は

=

・二
%
の
高
度
経
済
成
長
下
に
あ

っ
て

農
村

・
農
業
が
激
し

い
変
貌
に
直
面
し
て
い

る
。
中
国
も
こ
の
激

し
い
変
貌
に
対
応
し

「農

業
法
」
の
制
定
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
同
じ
高
度
経
済
成
長
下
の
農
村
、
農

業
の
変
貌
も
日
本
と
中
国
に
は
違
い
が
あ
る
。

本
書
は
中
国
農
村

・
農
業
の
現
状

・
実
態
を
簡

潔

・
明
快
に
、
何
よ
り
実
証
的
に
論
述
し
た
き

わ
め
て
得
難
い
も
の
で
あ
る
。
各
章

・各
節
ご

と
に
項
目
が
第

一
に
、
第
二
に
、
…
…
と
い
う
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よ
う
に
箇
条
的
に
明
晰
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

点
に
感
心
し
た
。

三
七
年
も
の
昔
に
な
る
が
、
日
本
の
農
林
省

大
臣
官
房
企
画
室
で

「農
業
基
本
法
」
制
定
作

業
の
末
端

に
た
ず
さ
わ

っ
た
者
と
し
て
、
こ
の

本
を
読
ん
で
思
い
出
す
こ
と
が
あ
る
。
基
本
法

制
定
の
た
め
の
あ
る
委
員
会
で
故

・
有
沢
広
巳

教
授
が
、
提
出
さ
れ
た
資
料
説
明
を
聞
い
て
「農

業
経
済
も
経
済
学
ら
し
く
な
っ
て
き
た
」
と
言

っ
た
。
当
時
、
農
政
論

・
農
政
学
は
あ

っ
て
も
、

農
業
経
済
論
は

「学
」
ら
し
く
な
か

っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
最
近
ま
で
中
国
で
も

「党
八
股
」
的

農
政
論
は
嫌
に
な
る
ほ
ど
あ

っ
た
が
、
そ
れ
ら

は
こ
と
ご
と
く
演
説
原
稿
の
よ
う
な
も
の
が
大

部
分
で
、
統
計
に
基
づ
く
論
証
も
な
く

「学
」

的
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
書
を
読
ん
で

中
国
の
農
業
経
済
論
も
、
有
沢
教
授
風
に
言
え

ば
、
経
済
学
的
に
な

っ
て
き
た
と
の
思
い
を
深

く
し
た
。

本
書
の
構
成

序
章
は
十
頁
た
ら
ず
で
あ
る
が
、
極
め
て
重

要
で
あ
る
。
「農
村
経
済
の
現
段
階
と
本
書
の

課
題
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
中
国
農
村

・
農
業

の
抱
え
る
重
要
問
題
が
こ
こ
に
集
中
的
に
示
さ

れ
て
い
る
。
食
糧
生
産
の
不
安
定
性
と
コ
メ
生

産
量
の
比
重
低
下
の
問
題
。
都
市
と
農
村
、
沿

海
と
内
陸
な
ど
地
域
間
所
得
格
差
拡
大
問
題
。

農
村
労
働
力
移
動
問
題
。
第
二
に
、
農
家
の
経

営
す
る
土
地
は
人
口
数
で
均
分
さ
れ
た

「均
分

制
」
に
代
わ
っ
て
、
「
口
糧
田
」
と

「責
任
田
」

と
の

「両
田
制
」
へ
の
展
開
と
い
う
土
地
制
度

と
農
家
経
営
形
態
の
問
題
。
第
三
に
農
村
の
経

済
合
作
組
織
の
再
編
問
題
。
第
四
に
財
産
権
改

革
と

「股
分
合
作
制
」
い
わ
ゆ
る
株
式
合
作
制

の
問
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

本
書
は
序
章
と
本
論
九
章

・
補
論
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
。

第 第

章 章

 

第
三
章

第
四
章

第
五
章

農
村
経
済
の
変
容
過
程

農
村
市
場
経
済
化
の
展
開

温
州
市
を
手
が
か
り
に

農
村
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
構
造
変

化農
村
基
層
組
織
の
制
度
改
革
と
再
建

陳
西
省
礼
泉
県

「農
村
改
革
実

験
区
」
の
事
例
分
析
を
通
し
て

合
作
経
済
組
織
の
変
容
と
再
建

補 第 第
七 六

論 章 章

 

第
八
章

第
九
章

食
糧
の
生
産

・
流
通

・
価
格

食
糧
経
済

の
構
造
分
析
と
需
給
展
望

ワ
ー
ル
ド
ウ
ォ
ッ
チ
研
究
所
の
レ
ポ

ー
ト
を
ど
う
読
む
か

郷
鎮
企
業

の
成
長
と
中
部
経
済
開
発

外
向
型
郷
鎮
企
業
と
構
造
転
換

以
上

か

ら
み

て
分

か
る

よ
う

に
二
章

・
四
章

は
事

例

分
析

か

ら

で
あ

る
。

調
査

を
重

ん
じ

る

姿

勢

が
窺

わ

れ

る
。
ま

た
第

六
章

、
七
章

、
補

論

は
食

糧
問

題

で
あ

る
。

ブ
ラ

ウ

ン
旋

風
と
言

わ

れ

た
人
騒

が

せ
な
食

糧
危
機

説

が
あ

っ
た

の

で
、

わ
ざ
わ

ざ
補

論
を

書
き

起

こ
し
た

と
思
わ

れ
る

が
、

い
ず

れ

に
し

て
も

、
本

書
が
食

糧
問

題

に
大

き

な
関
心

を
割

い
て

い
る

こ
と

を
示

し

て

い
る
。

け
だ

し
当
然

の
こ
と

で
あ

ろ
う
。
中

国
農
業

問
題

と

い
え

ば
、
一
般

の
日
本
読

者

は
、

ま
ず
食

糧
難

を

イ

メ
ー
ジ
す

る

よ
う

に
な

っ
て

い
て
、
今

や
時

に
豊
作

年

に
は
中

国
政

府
は

過

剰

に
悩

む

こ
と
も

あ

る
と

い

っ
た
、

日
本

に
似

た
側

面
も

現
わ

れ
始

め

て

い
る

こ
と

は
、
余

り

知

ら

れ

て

い
な

い
よ

う

に
思
う

。
第

八
、
第
九

章

は

郷
鎮

企
業

の
問

題

が

取

り

上

げ

ら

れ

る

が
、

そ

の
発

展

の
方
向

に

つ
い
て
、
沿

海
部

が
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一
層
の
外
向
化
と
内
陸
部

へ
の
市
場
拡
大
を
進

め
る
の
か
、
沿
海
部
の
郷
鎮
企
業
は
海
外
に
特

化
し
、
内
陸
部
の
郷
鎮
企
業
は
国
内
市
場
に
特

化
す
る
棲

み
分
け
の
可
能
性
へ
の
考
察
な
ど
も

な
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
輸
出
競
争
力
に
よ
っ

て
海
外
市
場
を
奪
わ
れ
る
脅
威
を
、
中
国
の

一

九
九
七
年
末
の
外
貨
準
備
高

一
四
〇
〇
億
ド
ル

の
累
増
に
A
S
E
A
N
の
国
々
が
感
じ
て
い
る

と
し
た
ら
、
中
国
の
郷
鎮
企
業
の
国
内
市
場
向

け
展
開
が
進
む
か
否
か
は
国
際
的
に
も
関
心
が

持
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

所
得
格
差
の
問
題

日
本
の

「農
業
基
本
法
」
制
定
は
、
そ
の
制

定
を
意
図
し
て
設
け
ら
れ
た

「農
林
漁
業
基
本

問
題
調
査
会
」
の
答
申

「農
業
の
基
本
問
題
と

基
本
対
策
」
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
た
。
こ
の

答
申
は
三

つ
の
柱
か
ら
成
っ
て
い
る
。
所
得
政

策

・
生
産
政
策

・
構
造
政
策
の
三
本
で
あ
る
。

第

一
の
所
得
政
策
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
農
業

・

農
村
と
非
農
業

・
都
市
と
の
所
得
格
差
の
均
衡

問
題
で
あ
る
。
如
何
に
し
て
所
得
格
差
の
拡
大

を
防
ぐ
か
、
均
衡
を
実
現
す
る
か
で
あ
る
。
第

二
の
生
産
政
策
は
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
コ
メ
を

も
含
む
農
産
物
の
過
剰
化
傾
向
に
対
し
、
如
何

に
し
て
成
長
品
目
に
需
要
衰
退
品
目
を
転
換
し

て
い
く
か
の
問
題
で
あ
り
、
政
策
的
ス
ロ
ー
ガ

ン
と
し
て
は

「選
択
的
拡
大
」
を
如
何
に
し
て

実
現
す
る
か
で
あ
っ
た
。
第
三
の
構
造
政
策
は

零
細
な
土
地
所
有
或
い
は
さ
ら
に
零
細
化
が
進

行
し
か
ね
な
い
、
土
地
所
有
構
造
問
題
と
顕
在

化
し
始
め
て
い
る
農
民
の
離
農
に
よ
る
耕
地
休

閑
化
に
ど
う
対
処
す
る
か
で
あ
っ
た
。

高
度
成
長
下
に
起
こ
る
農
業

・
農
村
問
題
は

そ
れ
が
経
済
学
の
論
理
で
説
明
さ
れ
得
る
も
の

な
ら
ば
、
日
本
で
も
中
国
で
も
同
様
な
も
の
と

な
り
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う

で
は
な
く
、中
国
で
所
得
格
差
拡
大
は
著
し
く
、

日
本
で
は
格
差
は
縮
小
傾
向
を
み
せ
た
。

本
書
に
よ
る
と
中
国
で
は

「都
市
住
民
の
農

村
住
民
に
対
す
る
収
入
倍
率
は
九
〇
年
の
二
・

○
か
ら
九
四
年
に
は
二
・六
に
な
っ
て
い
る
」
。

だ
が
日
本
で
は
こ
の
格
差
が
縮
小
し
た
。

一
九

七
三
年
度

「農
林
白
書

・
付
属
統
計
」
に
よ
る

と
農
家
と
勤
労
者
世
帯
の
一
人
当
た
り
家
計
費

比
較
は
、
六
五
年
八
二
・五

"
七
〇
年
九
五
・三

"
七
二
年

一
〇
二
・五
と
い
う
よ
う
に
農
家
の

家
計
費
は
向
上
し
、
都
市
世
帯
に
追
い
付
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
仮
に
沿
海
部
で
あ
る

東
海
地
区
で
み
る
と
、
同
様
年
次
で
、
八
九
・

七

二

〇
三
・○

"
=

五
・五
と
い
う
よ
う
に

格
差
は
縮
小
し
、
む
し
ろ
農
家
の
ほ
う
が
沿
海

部
東
海
地
区
で
は

一
人
当
た
り
家
計
費
は

一

五
・五
%
も
高
く
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
沿

海
部
農
村

・
農
民
は
兼
業
の
機
会
に
恵
ま
れ
る

か
ら
、
農
家
の
方
が
む
し
ろ
生
活
は
楽
だ
と
い

う
の
は
実
感
と
し
て
分
か
る
。
日
本
で
は
東
北

地
区
や
北
陸
地
区
も
高
度
成
長
下
に
お
い
て
こ

の
格
差
を
縮
小
さ
せ
た

の
で
あ
る
。
日
本
で
縮

小
し
た
も
の
が
中
国
で
拡
大
す
る
と
い
う
の
は

な
ぜ
か
が
評
者
に
は
日
頃
疑
問
で
あ
り
、
本
書

を
期
待
し
て
読
ん
だ
が
拡
大
の
指
摘
は
あ
っ
た

が
、
回
答
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。

評
者
の
仮
説
で
は
、
例
え
ば
農
家
が
三
人
の

労
働
力
で
経
営
さ
れ
て
い
て
も
、
実
は
二
人
で

間
に
合
う
の
で
余
剰

の
一
人
が
沿
海
地
区
に
出

稼
ぎ
に
行
っ
た
と
す
る
。
そ
の
農
家
の
生
産
は

別
に
減
ら
な
い
。
す
る
と
労
働
力
当
た
り
の
収

入
は
五
〇
%
増
加
と
な
る
。
従
来
ど
お
り
の
生

産
を
三
人
で
割
ら
ず
に
二
人
で
割
算
す
れ
ば

一

人
当
た
り
は
増
大
す
る
。
日
本
の
農
業

・
農
村

の
高
度
成
長
下
の
格
差

の
縮
小
に
は
実
は
、
激
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は
ど
う

し
て
も
引
き
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
か

ら
、
か
つ
て
ソ
連
で
は
都
会
で
の
黒
パ
ン
価
格

が
相
対
的
に
安
く
な
り
農
民
が
政
府
に
売
り
渡

す
ム
ギ
価
格
が
は
る
か
に
高
く
売
れ
る
の
で
、

農
民
は
生
産
全
量
を
こ
と
ご
と
く
政
府
に
売
渡

し
、
自
家
消
費
分
を
都
市
の
ヤ
ミ
ル
ー
ト
か
ら

買
い
入
れ
る
と
い
う
報
道
を
見
た
こ
と
が
あ

る
。
ひ
ど

い
逆
鞘
に
な
る
と
ど
こ
の
国
に
も
起

こ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
ソ
連
の
場
合
、
農
民

が
都
市
に
黒
パ
ン
を
買
い
に
行
き
大
量
に
買
い

家
畜
の
エ
サ
に
し
た
と
い
う
報
道
に
驚
い
た
こ

と
が
あ
る
。
日
本
の
食
糧
庁
も
ム
ギ
が
逆
鞘
に

な
り
慌
て
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
中
国
で
も
本

書
に
よ
る
と
、
都
市
住
民
が
余

っ
た
食
糧
券
を

配
給
価
格
と
市
場
価
格
の
差
よ
り
や
や
低

い
値

段
で
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
売

っ
た
り
、
或

い
は
「都

市
戸
籍
」
を
持
た
な
い
農
村
か
ら
の
出
稼
ぎ
者
、

つ
ま
り

「農
業
戸
籍
」
の
農
民
に
売
っ
た
り
も

す
る
。
こ
れ
は
低
い
買
付
価
格
で
政
府

へ
の
食

糧
供
出
を
強
い
ら
れ
た
農
民
に
都
市
住
民
が
余

剰
配
給
食
糧
を
高
い
市
場
価
格
で
販
売
す
る
と

い
う
こ
と
で
、

一
九
九
二
年
ま
で
の
十
数
年
と

く
に
際
立

っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

事
例
は
外
国
の
中
国
研
究
者
に
は
な
か
な
か
調

査
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
書
が
中
国
人
研

究
者
に
よ

っ
て
書
か
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
だ

と
、
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
こ
の
他
に
も
多

い
。

中
国
は

一
九
九
〇
年
に
「国
家
食
糧
備
蓄
局
」

を
設
立
し
、
ま
た
全
国
級
の
食
糧
卸
売
り
市
場

二
箇
所
と
地
方
の
食
糧
卸
売
市
場
、
数
万
箇
所

の
農
村
食
糧
取
引
所
の
三
段
階
の
流
通
シ
ス
テ

ム
の
形
成
、
あ
る
い
は
、
農
民
の
た
め
の
最
低

価
格
保
証
と
都
市
住
民
の
た
め
の
最
高
価
格
保

証
を
制
度
化
す
る
た
め
の

「価
格
安
定
基
金
」

を
準
備
す
る
な
ど
、
こ
の
面
で
の
市
場
経
済
化

へ
の
対
応
の
動
き
は
急
速
で
あ
り
、
日
本
が
食

糧
管
理
法
に
長
期
に
わ
た
り
固
執
し
た
の
と
対

照
的
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
本
書
の
食
糧
に
関

す
る
部
分
は
読
み
応
え
が
あ
る
。

付

記

読
ん
で
気
に
な
る
こ
と
を
、
問
題
の
大
小
に

か
か
わ
り
な
く
、
三
つ
書
い
て
お
き
た
い
。

第

一
は
、
人
民
公
社
の
こ
と
で
あ
る
。
著
者

は

「人
民
公
社
は
、
社
会
主
義
工
業
化
の
た
め

の
資
本
蓄
積
を
保
障
す
る
た
め
の
制
度
的
装
置

に
す
ぎ
ず
、
"社
員
"
の
福
祉
水
準
を
高
め
生

活
条
件
を
改
善
す
る
よ
り
も
国
に
で
き
る
だ
け

多
く
の
農
産
物
を
、
安
価
か
つ
安
定
的
に
供
出

す
る
こ
と
が
最
重
要
な
目
標
と
さ
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
組
織
の
目
的
は
外
生
的
だ
っ
た
の

で
あ
る
」
と
述
べ
人
民
公
社
に
こ
め
ら
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
毛
沢
東
の
理
念
を
切
っ
て
捨
て

る
よ
う
に
書
い
て
い
る
が
、
大
意
に
お
い
て
評

者
も
反
対
で
は
な
い
が
、
「制
度
的
装
置
に
す

ぎ
ず
」
と
は
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
か
。

現
に
著
者
も
、
公
社
解
体
後
の

「農
業
協
同

組
織
の
欠
如
は
農
家

の
市
場
対
応
能
力
を
低
く

し
た
の
で
あ
る
」
と
も
最
近

「再
び
合
作
化
ま

た
は
協
同
化
の
気
運
を
高
め
て
い
る
」
と
も
書

い
て
い
る
。
農
村

・
農
業
は
宿
命
的
に
水
に
よ

っ
て
結
び
付
け
ら
れ
る
共
同
体
で
あ
る
。
戸
別

家
族
請
負
経
営
に
な

っ
た
か
ら
と
い
っ
て
共
同

体
の
規
制
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。
上
流
が
水
を
好
き
勝
手
に
し
た

ら
、
下
流
は
騒
ぐ
の
で
あ
る
。
害
虫
防
除
の
問

題
も
同
様
で
あ
る
。
害
虫
に
は
共
同
体
で
対
応

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。け
だ
し
「再

び
協
同
化
の
気
運
が
高
ま
る
」
の
は
当
然
で
あ

る
。
日
本
で
の
事
例
で
あ
る
が
、
流
行
の
無
農

薬
栽
培
を
展
開
し
た

「進
歩
的
」
農
家
の
畑
に

害
虫
が
、
無
農
薬
で
あ
る
か
ら
喜
ん
で
大
集
合
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し
、
隣
接
す
る
農
家
の
畑
が
被
害
を
受
け
、
そ

の

「進
歩
的
」
農
家
が
迫
害
を
受
け
て
い
る
と

い
う
笑
い
話
の
よ
う
な
実
話
の
裁
判
記
事
を
よ

ん
だ
が
、
農
村
共
同
体
の
あ
り
よ
う
は
人
民
公

社
に
如
何
に
問
題
が
あ
っ
た
に
し
て
も

「制
度

的
装
置
に
す
ぎ
ず
」
と
は
毛
沢
東
に
失
礼
で
は

な
い
か
。

第
二
に

「も
と
も
と
法
治
よ
り
人
治
が
重
み

を
持
つ
こ
の
中
国
の
時
代
的
背
景
の
も
と
」
と

い
う
表
現
が
本
書
に
も
あ
る
。
し
ば
し
ば
ジ
ヤ

ー
ナ
リ
ズ

ム
で
見
か
け
る
表
現
で
あ
る
。
そ
の

と
お
り
か
も
知
れ
な
い
が
、
立
派
な
研
究
書
に

不
必
要
な
表
現
と
思
う
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

日
本
も
ア
ジ
ア
の
国
々
も
大
同
小
異
な
の
で
あ

り
、
母
国
を
謙
遜
し
て
書
い
て
い
る
の
か
ど
う

か
、
無
く
も
が
な
と
思
っ
た
。

第
三
は
、
日
本
の
農
業
経
済
研
究
者
の
あ
ま

り
使
わ
な
い
用
語
使
用
法
で
あ
る
。

一
つ
は
、
「三
期
作

(麦
-
早
稲
-
晩
稲
)

か
ら
二
期
作

(麦
-
水
稲
)
へ
」
と
の
記
述
が

あ
る
が
、
普
通
同

一
作
物
を
二
回
作
付
け
る
の

を
二
期
作
と
呼
び
、
麦
-
水
稲
は

「二
毛
作
」

と
呼
ぶ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
水
稲
ー
水
稲
が

二
期
作
で
あ
る
。

も

う

ひ
と

つ
は

「
単
収

」

で
あ

る
。

「
単

収
」

と

い
う
表

現

に
感

心
も

し
た

が
、

や

は
り
説

明

が

い
る
。

日
本

人

は
昔

か

ら

「
反

収
」

に
馴
染

ん

で
き

た
。

町

・
反

・
歩

で
あ

る
。

メ
ー

ト

ル

法

に
し

て
か

ら

一
〇

ア

ー

ル
当

た

り

収

量

を

コ

O

a
当

収

量

」

と
農

水

省

の
統

計

は
表

現

し

て

い
る
。

こ

の
表

現

は
煩

わ

し

い
か

ら

「
単

位
面

積
当

た
り

収
量

」
を

「単

収

」
と

し

て

い

る

の
に
感

心

し
た

が
、

こ
れ

が
農
業

経

済
学

会

に
普

及

し

て

い
る

の
か
疑

わ

し

い
。
も

っ
と

も

話
は

中
国

の
農

業

の

こ
と

で
、
本
書

に
よ

る
と

中
国

の
面

積

の
単
位

ム
ー
は

、
公
式

統
計

の

一

ム

ー
が
六

〇

の
広

さ

で
あ

る
と

し

て
、

一
部

地

域

の

一
ム
ー
は

一
〇
〇

の
広

さ

で
あ

る

と

い
う

か
ら

、
ま

さ

に
日
本

の
物

差

し

で
広

大

な
中

国

を

計

っ
て

議

論

し

て
は

な

ら

な

い
の

で
あ

ろ

う

。
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